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今
回
の
立
教
大
学
史
学
会
大
会
二
日
目
に
お
け
る
報
告
は
、
四
本

と
も
、
全
体
テ
ー
マ
「
日
本
近
世
の
生
業
・
暮
ら
し
と
文
化
的
景
観
」

の
主
旨
に
合
致
し
た
、
中
身
の
濃
い
素
晴
ら
し
い
内
容
だ
っ
た
。
検

討
対
象
と
す
る
地
域
が
多
様
で
、
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
多
く
、
た

い
へ
ん
勉
強
に
な
っ
た
。
以
下
の
小
文
は
、
四
本
の
報
告
を
当
日
聞

い
て
、
私
が
抱
い
た
感
想
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
が
原
稿
化
さ

れ
る
ま
で
に
、
解
決
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
々
あ
る
だ
ろ
う
し
、
当

日
考
え
な
が
ら
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
喋
っ
た
こ
と
を
、
ほ
ぼ
そ

の
ま
ま
文
字
起
こ
し
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
到
底
ま
と
ま
り
が
あ
る

文
章
と
は
い
え
な
い
が
、
何
と
ぞ
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。

　
ま
ず
武
井
弘
一
氏
の
報
告
に
つ
い
て
。越
中
砺
波
平
野
を
舞
台
に
、

稲
作
の
進
展
に
従
っ
て
農
村
景
観
が
変
容
す
る
様
相
を
描
く
、
興
味

深
い
内
容
だ
っ
た
が
、さ
ら
に
知
り
た
い
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。

ひ
と
つ
め
が
「
農
業
経
営
の
ジ
レ
ン
マ
」
に
関
し
て
言
及
の
あ
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
武
井
氏
は
付
表
（
当
日
の
レ
ジ
ュ
メ
で
は
表
２
）

を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
百
姓
経
営
の
モ
デ
ル
を
紹
介
し
て
い

る
。
こ
の
表
は
持
高
一
〇
〇
石
を
基
準
と
し
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
の
中
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
持
高
の
家
が
共
存
し
て
い
た
は
ず

で
あ
り
、
一
〇
〇
石
以
外
の
持
高
の
家
に
対
し
て
、
肥
料
代
の
比
重

が
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
の
か
が
気
に
な
っ
た
。

　
次
に
、
米
の
品
種
に
関
す
る
説
明
に
つ
い
て
、
砺
波
郡
で
栽
培
さ

れ
て
い
た
品
種
が
宝
永
期
（
一
七
〇
四
～
一
七
〇
一
一
）
の
二
〇
〇

種
類
ほ
ど
か
ら
、
寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
に
は
一
〇
〇
種
類
ほ
ど

に
減
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
前
段
の
二
〇
〇
種
類
の
と
こ
ろ
は
、

米
の
品
種
を
具
体
的
に
列
挙
し
た
も
の
で
は
な
く
、
史
料
三
の
な
か

に
「
宝
永
の
頃
ハ
少
々
に
て
弐
百
品
に
も
及
ふ
よ
し
」
と
い
う
表
現
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が
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
そ
の
後
約

八
〇
年
間
で
四
割
に
減
少
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
ま
で
信
用
し

て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
今
回
の
報
告
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
早

稲
・
中
稲
・
晩
稲
・
糯
と
い
う
ふ
う
に
、
米
の
品
種
が
大
き
く
四
つ

に
く
く
ら
れ
て
い
る
が
、
米
の
品
種
は
収
穫
時
期
に
よ
る
差
だ
け
で

は
な
く
、
例
え
ば
「
錆
田
」
や
「
深
田
」
な
ど
と
い
っ
た
田
の
土
質

と
の
相
性
と
か
、
病
気
に
強
い
か
否
か
、
多
収
を
期
待
で
き
る
か
否

か
、
有
芒
種
か
無
芒
種
か
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
指
標
に
よ
っ
て
選
ば

れ
た
は
ず
で
あ
る
（
１
）
。
砺
波
平
野
に
お
い
て
、
実
際
に
そ
れ
ら
の
指
標

を
組
み
合
わ
せ
て
み
た
と
き
、
米
の
品
種
と
の
関
係
に
つ
い
て
何
か

わ
か
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
砺
波
平
野
は
遠
目
か
ら

見
る
と
平
坦
に
見
え
る
が
、
お
そ
ら
く
近
世
で
あ
れ
ば
微
高
地
が
ま

だ
ら
状
に
あ
る
は
ず
で
、
水
の
か
か
り
方
も
全
然
違
う
こ
と
が
推
定

さ
れ
、
そ
の
こ
と
と
米
の
品
種
と
の
間
に
関
係
は
あ
る
の
か
な
ど
、

多
く
の
課
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　
ま
た
、
大
会
当
日
、
参
加
者
か
ら
山
奥
と
平
野
と
の
距
離
感
に
つ

い
て
質
問
が
出
て
い
た
が
、
私
は
そ
れ
と
関
連
し
て
、
山
奥
の
資
源

を
誰
が
伐
採
し
た
の
か
、
利
害
の
対
立
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
か

を
知
り
た
い
と
思
っ
た
。
後
藤
雅
知
氏
の
研
究
で
も
取
り
組
ま
れ
て

い
る
こ
と
だ
が
（
２
）
、
山
の
奥
の
薪
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
誰
が
資
金
を

投
下
し
、
山
の
開
発
を
し
た
の
か
な
ど
、
開
発
主
体
の
問
題
と
し
て

描
く
と
何
が
い
え
る
か
が
気
に
な
っ
た
。

　
続
い
て
桐
生
海
生
氏
の
報
告
に
つ
い
て
。
相
模
国
西
部
の
山
間
村

落
を
舞
台
に
、
富
士
山
の
宝
永
噴
火
後
の
復
興
過
程
に
つ
い
て
、
描

か
れ
た
村
絵
図
か
ら
読
み
解
く
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
ア
プ
ロ
ー
チ

が
新
鮮
で
興
味
深
く
拝
聴
し
た
。
と
こ
ろ
で
報
告
で
示
さ
れ
た
絵
図

を
見
る
と
、
た
と
え
ば
砂
地
を
あ
ら
わ
す
「
砂
」
と
い
っ
た
文
字
が

記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
文
字
の
記
載
を
伴
わ
な
い
描

写
も
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
た
。
そ
の
場
合
、
紋
様
や
彩
色
か
ら
判

断
す
る
こ
と
に
な
り
、
た
と
え
ば
黒
灰
色
の
部
分
は
砂
を
表
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
の
説
明
が
あ
っ
た
が
、
絵
図
の
中
の
非
文
字
部

分
、
色
や
記
号
の
表
記
、
木
の
種
類
の
描
き
分
け
な
ど
と
い
っ
た
事

柄
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
読
み
取
り
が
可
能
な
の
か
、
や
や
疑
問
に

思
っ
た
。
ま
た
、
桐
生
氏
は
報
告
の
中
で
言
及
し
て
い
た
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
絵
図
を
作
成
し
た
意
図
に
関
し
て
、
さ
ら
に
厳
密
に
詰
め
て

い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
。

　
以
上
の
と
お
り
、
細
か
い
事
柄
が
目
に
つ
い
た
が
、
よ
り
大
き
な

疑
問
は
、
景
観
論
や
生
業
論
に
関
す
る
所
有
、
と
り
わ
け
土
地
所
有

の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
桐
生
報
告
だ
け
で
な
く
、
東
報
告

や
中
尾
報
告
に
も
関
わ
る
。
桐
生
報
告
に
よ
れ
ば
、
金
子
村
と
萱
沼

村
と
の
間
で
争
論
が
発
生
し
た
際
、
金
子
村
が
里
方
の
村
、
萱
沼
村

が
山
間
の
村
と
し
て
利
害
を
主
張
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
利

用
に
つ
い
て
意
図
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
違
い
が
問
題
を
生
じ
さ
せ
た

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
金
子
村
と
し
て
は
草
山
と
し
て
使
い
た
い
の
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だ
が
、
萱
沼
村
は
そ
こ
で
薪
を
生
産
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
矛
盾
が

生
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
論
点
だ
が
、
こ
こ
で
気
に
な

っ
た
の
は
、
報
告
で
提
示
さ
れ
た
絵
図
の
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
山
の
中
に
「
山
畑
」
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
短
冊
状
に

い
く
つ
か
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
個
人
の
名
前
が

書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
個
人
が
山
内
の
区
画
に
対
し
て
一
定
の
権
限

を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
そ
れ
で
は
山
の
入
会
権
や

所
有
権
、
財
産
権
が
、
今
回
の
論
所
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
な
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
報
告
に
よ
れ
ば
、
萱
沼
村
が
山
元
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

だ
が
、「
山
元
」
と
い
う
言
葉
の
字
義
は
何
で
あ
り
、「
山
元
」
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
が
「
山
畑
」
を
山
地
の
な
か
に
占
有
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、「
山
元
」
と
い
う
言

葉
と
共
同
体
、
そ
れ
か
ら
共
同
体
を
構
成
す
る
個
人
に
お
け
る
所
有

の
あ
り
方
の
間
に
は
、
い
か
な
る
相
関
性
が
あ
っ
た
の
か
が
気
に
な

っ
た
（
３
）
。
日
本
近
世
の
身
分
社
会
論
は
、
社
会
集
団
論
が
ベ
ー
ス
に

な
っ
て
構
築
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
特
に
、「
村
」

や
「
町
」、「
仲
間
」
な
ど
と
い
っ
た
社
会
集
団
の
な
か
に
、
そ
れ
を

構
成
す
る
個
人
が
い
て
、
集
団
と
個
人
の
関
係
が
さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ

や
土
地
、
関
係
な
ど
の
所
有
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
側
面
が
注
目
さ

れ
て
き
た
（
４
）

。
社
会
集
団
論
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
議
論
と
、
今
回
の
主

題
で
あ
る
生
業
論
、
景
観
論
を
い
か
に
す
れ
ば
接
合
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
東
幸
代
氏
の
報
告
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
琵
琶

湖
に
接
す
る
村
落
の
人
々
が
水
辺
に
生
育
す
る
ヨ
シ
を
利
用
す
る
こ

と
で
暮
ら
し
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
文
化
的
景
観

の
特
質
と
関
連
づ
け
て
論
じ
た
、
地
理
学
や
生
態
学
な
ど
他
分
野
と

の
交
流
を
ふ
ま
え
た
意
欲
的
な
報
告
で
、
強
く
感
銘
を
受
け
た
。
と

こ
ろ
で
、
報
告
で
論
じ
ら
れ
た
水
辺
の
土
地
の
開
発
は
、
誰
が
主
体

と
な
っ
て
行
わ
れ
、
開
発
し
た
土
地
に
関
す
る
権
利
、
用
益
権
や
所

有
権
は
、
個
人
と
集
団
と
の
間
で
ど
の
よ
う
に
分
有
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
現
代
の
話
と
し
て
、
陸
ヨ
シ
は
個
人
所
有
で
あ
る
の
に
対

し
て
水
ヨ
シ
は
共
同
所
有
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
説
明
さ
れ

て
い
た
が
、
社
会
集
団
が
個
人
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
よ
う
な
近
世

社
会
に
落
と
し
込
ん
だ
と
き
に
、
水
位
に
よ
っ
て
陸
地
に
な
っ
た
り

湖
に
潜
っ
た
り
す
る
よ
う
な
領
域
の
所
有
は
、
ど
の
よ
う
に
整
理
を

さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
が
気
に
な
っ
た
。

　
最
後
に
中
尾
俊
介
氏
の
報
告
に
つ
い
て
。
今
回
取
り
扱
っ
た
地
域

は
神
奈
川
宿
と
そ
の
周
辺
で
あ
り
、
私
は
自
分
の
職
場
（
横
浜
国
立

大
学
）
の
近
く
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
あ
る
程
度
の
土
地
勘
を
持
っ

て
お
り
、
そ
の
意
味
で
も
面
白
く
聞
い
た
。
中
尾
氏
は
か
ね
て
よ
り

著
書
（
５
）

に
お
い
て
、
神
奈
川
宿
の
町
場
の
構
造
と
、
そ
こ
に
隣
接
す
る

海
面
の
利
用
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
て
い
た
が
、
山
に
つ
い
て
言
及
し

た
の
は
今
回
が
初
め
て
だ
と
思
わ
れ
る
。
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
生
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業
論
は
、
こ
れ
ま
で
、
特
に
「
生
業
村
落
論
」
と
い
っ
て
、
人
間
が

ど
の
よ
う
に
山
野
河
海
と
か
か
わ
っ
た
か
を
、
お
も
に
山
村
や
海
村

な
ど
の
村
落
の
あ
り
方
と
関
わ
ら
せ
な
が
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
傾
向

が
強
い
と
私
は
理
解
し
て
お
り
（
６
）
、
中
尾
氏
の
報
告
は
、
都
市
空
間
を

組
み
込
ん
だ
景
観
論
・
生
業
論
で
あ
る
と
い
う
点
で
画
期
的
で
意
義

深
い
。「
生
業
村
落
論
」
は
ま
た
、
人
間
が
生
き
て
い
く
う
え
で
の

生
業
複
合
の
あ
り
方
に
注
目
し
て
お
り
、
人
々
が
多
様
な
生
業
を
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
々
が
生
命
を
つ
な
ぎ
、
生
活
を
成
り

立
た
せ
、
家
を
維
持
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き

た
。
重
要
な
論
点
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
私
は
、
町
場
を
構
成
し
、

耕
地
や
山
野
河
海
と
は
違
っ
た
機
能
を
持
っ
た
土
地
で
あ
る
と
こ
ろ

の
町
屋
敷
と
い
う
場
の
所
有
に
注
目
す
る
こ
と
が
有
用
だ
と
考
え
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
ひ
と
り
の
人
間
が
同
時
に
町
屋

敷
を
所
有
し
、
海
面
を
所
有
し
、
山
林
を
所
有
し
、
と
い
っ
た
具
合

に
、
生
業
複
合
論
を
さ
ま
ざ
ま
な
場
の
所
有
の
複
合
と
し
て
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
、
議
論
の
な
か
に
都
市
や
小
さ
な
町
場
を
位
置
付
け

る
た
め
の
道
が
開
か
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
点
で
、
報
告
の
中
で
言
及
し
た
居
山
の
話
が
重
要
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、『
横
浜
市
史
』
第
一
巻
の
近
世
編
の
記
述
が
想
起
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
近
世
編
は
、
古
島
敏
雄
氏
が
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
の
部
分
を
記
述
し
て
い
る
が
、
横
浜
は
地
方
史
料
が
そ
れ
ほ
ど

豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
古
島
氏
は
お
も
に
、

史
料
が
比
較
的
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
保
土
ヶ
谷
宿
を
基
準
と
し

て
、
横
浜
市
域
の
在
地
社
会
論
を
組
み
立
て
て
い
る
。
保
土
ヶ
谷
宿

は
、
今
回
中
尾
氏
が
と
り
あ
げ
た
神
奈
川
宿
の
隣
に
位
置
し
て
い
る

が
、
ま
わ
り
を
山
に
囲
ま
れ
た
谷
間
に
置
か
れ
て
い
る
。
東
海
道
の

宿
駅
は
、
馬
を
一
〇
〇
疋
常
備
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
た
め
に
は
、
一
〇
〇
疋
分
に
見
合
っ
た
飼
料
を
毎
日
供
給

で
き
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
だ
か
ら
周
囲
に
広
大
な
山
地
を
抱
え
て

い
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
古
島
氏
は
述
べ
る
。す
な
わ
ち
、

宿
場
の
維
持
と
周
囲
の
広
大
な
山
林
の
維
持
管
理
と
が
不
可
分
の
問

題
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
念
頭
に
置
い
た
と
き
、
中
尾
報
告
で
興
味
深
い
の
は
、
神

奈
川
宿
を
構
成
す
る
青
木
町
の
枝
郷
で
三
ッ
沢
と
い
う
場
所
が
出
て

き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
は
青
木
町
か
ら
か
な
り
離
れ
た
と
こ
ろ
に

あ
る
が
、
三
ッ
沢
の
あ
た
り
ま
で
が
青
木
町
の
山
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。
三
ッ
沢
の
近
く
に
横
浜
国
立
大
学
常
盤
台
キ
ャ

ン
パ
ス
の
敷
地
が
あ
る
が
、
そ
こ
は
近
世
に
は
帷
子
町
と
い
っ
て
保

土
ヶ
谷
宿
を
構
成
す
る
ひ
と
つ
の
町
に
属
し
て
い
た
。
以
上
か
ら
、

東
海
道
は
宿
場
ご
と
に
広
大
な
山
を
抱
え
て
い
て
、
保
土
ヶ
谷
宿
の

山
と
神
奈
川
宿
の
山
が
ほ
ぼ
隣
接
し
て
い
る
構
図
が
、
中
尾
報
告
か

ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
非

常
に
興
味
深
く
聞
い
た
が
、
中
尾
報
告
に
よ
れ
ば
、
神
奈
川
宿
は
海

に
面
し
て
湊
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
船
宿
の
維
持
管
理
を
す
る
た
め
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史
苑
（
第
八
四
巻
第
二
号
）

に
山
林
資
源
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
こ
れ
で
と
て
も
興
味
深
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
や
は
り
、

多
く
の
馬
を
常
備
す
る
宿
駅
の
維
持
管
理
の
た
め
に
、
広
大
な
山
が

必
要
だ
っ
た
と
い
う
古
島
氏
の
議
論
が
、
神
奈
川
宿
で
も
当
て
は
ま

る
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
と
今
回
の
議
論
は

ど
の
よ
う
な
関
連
を
持
つ
の
だ
ろ
う
。

　
総
じ
て
い
う
と
、
四
本
の
報
告
に
共
通
し
て
、
所
有
の
話
を
絡
め

て
考
え
た
と
き
、
今
回
の
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
生
業
論
と
景
観
論

は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
共
同
体
と
個
人
の
関
係
も

含
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
い
っ
そ
う
堅
牢
な
議
論
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ

う
。
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コ
メ
ン
ト
（
多
和
田
）

註（１
） 
信
州
飯
田
を
舞
台
と
し
た
、
拙
稿
「
近
世
後
期
嶋
田
村
に
お
け
る

地
主
手
作
の
諸
条
件
」『
飯
田
市
歴
史
研
究
所
年
報
』
四
号
（
二
〇
〇
六

年
）
で
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
２
）
後
藤
雅
知
「
房
総
の
山
稼
ぎ
と
江
戸
」『
日
本
近
世
史
を
見
通
す
五

　
身
分
社
会
の
生
き
方
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
三
年
。

（
３
）信
州
飯
田
で
は
特
定
の
山
と
村
と
の
関
係
が「
地
元
」「
入
会
」「
入
方
」

の
三
種
に
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
に
所
在
す
る
田
地
や
屋
敷
の

所
有
に
応
じ
て
、
個
人
に
よ
る
刈
敷
や
薪
の
採
取
権
が
規
定
さ
れ
た
。

拙
稿「
山
林
用
益
を
め
ぐ
る
地
域
の
変
容
」『
歴
史
学
研
究
』八
五
九
号
、

二
〇
〇
九
年
。
同
「
町
人
地
と
山
林
用
益
権
」『
歴
史
評
論
』
八
二
五

号
、
二
〇
一
九
年
。

（
４
）
塚
田
孝
編
『
新
体
系
日
本
史
八
　
社
会
集
団
史
』
山
川
出
版
社
、

二
〇
二
二
年
。
同
書
の
意
義
に
つ
い
て
は
私
も
拙
稿
「
社
会
集
団
史

を
活
か
す
」（『
部
落
問
題
研
究
』
二
四
五
号
、
二
〇
二
三
年
）
で
論

じ
た
。

（
５
）中
尾
俊
介『
横
浜
開
港
場
と
内
湾
社
会
』山
川
出
版
社
、二
〇
一
九
年
。

（
６
）
米
家
泰
作
『
森
と
火
の
環
境
史
―
近
世
・
近
代
日
本
の
焼
畑
と
植

生
―
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
九
年
）、
白
水
智
『
中
近
世
山
村
の

生
業
と
社
会
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）、
高
橋
美
貴
『
近
世

漁
業
社
会
史
の
研
究 

近
代
前
期
漁
業
政
策
の
展
開
と
成
り
立
ち
』（
清

文
堂
出
版
、
一
九
九
五
年
）、
橋
本
道
範
『
日
本
中
世
の
環
境
と
村
落
』

（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
）、
春
田
直
紀
『
日
本
中
世
生
業
史
論
』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
）
な
ど
。
　

（
横
浜
国
立
大
学
教
育
学
部
教
授
）


